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「
送
り
ま
し
ょ
う
か
／
送
ら
れ

ま
し
ょ
う
か
／
寺
が
鼻
ま
で
時
雨

に
ぬ
れ
て
」
と
は
じ
ま
る
お
六
甚

句
の
石
碑
は
、
所ゆ
か
り縁
の
地
で
あ
る

坂
戸
山
登
山
道
の
寺
ケ
鼻
コ
ー
ス

の
入
り
口
に
あ
り
ま
す
。（
石
碑

㊿
）

南
魚
沼
市
の
石
碑
㊿

「
お
六
甚
句
」�

〔
東
泉
田
〕

　

ま
た
、
六
日
町
大
橋
脇
の
お
六

の
湯
の
前
に
、
平
成
22
年
に
お
六

と
桂
姫
の
二
人
の
銅
像
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
銅
像
か
ら
は
、

お
六
甚
句
の
ボ
サ
ノ
バ
（
ブ
ラ
ジ

ル
音
楽
の
一
つ
）
バ
ー
ジ
ョ
ン
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
石
碑

○51
）

南
魚
沼
市
の
石
碑
○51（
銅
像
）

「
お
六
と
桂
姫
像
」�

〔
六
日
町
〕

　

夏
を
迎
え
る
と
市
内
各
地
で
、

神
社
の
祭
礼
や
地
区
ご
と
の
夏
祭

り
な
ど
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
７
月

に
開
催
さ
れ
る
「
南
魚
沼
市
兼
続

公
ま
つ
り
」
の
経
緯
と
こ
れ
に
ま

つ
わ
る
石
碑
な
ど
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

　

六
日
町
上か

ん

町ま
ち

の
八
坂
神
社
の
祭

礼
（
神み

輿こ
し

渡と

御ぎ
ょ

）
と
同
境
内
に
あ

る
金こ
ん

毘ぴ

羅ら

宮ぐ
う

の
祭
礼
（
川
舟
の
運

航
安
全
祈
願
）
は
、
古
く
か
ら
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
32
年
に
温
泉
が
湧
出
し
、

温
泉
旅
館
組
合
が
設
立
さ
れ
る

と
、
温
泉
ま
つ
り
も
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
商
工

業
が
発
展
し
、
商
工
会
主
催
の
商

工
祭
り
も
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
昭
和
34
年
に
は
、
こ
れ

ら
の
ま
つ
り
を
統
合
し
て
、
六
日

町
ま
つ
り
と
な
り
、
現
在
の
「
南

魚
沼
市
兼
続
公
ま
つ
り
」
に
い

た
っ
て
い
ま
す
。

　
「
南
魚
沼
市
兼
続
公
ま
つ
り
」

を
飾
る
催
し
の
一
つ
が
「
お
六
流

し
」
で
す
。
若
き
日
の
直
江
兼
続

（
幼
名
は
樋
口
与
六
、
お
六
は
愛

称
）
と
上
杉
景
勝
の
妹
と
い
わ
れ

る
桂
姫
を
う
た
っ
た「
お
六
甚
句
」

に
合
わ
せ
て
約
１
時
間
半
踊
り
続

け
る
踊
り
行
列
で
す
。

　
「
お
六
流
し
」
は
、
昭
和
20
年

代
の
後
半
に
、
歌
謡
山
脈
社
白
バ

ラ
団
（
長
谷
川
洋
主
宰
）
と
商
工

会
役
員
が
花
ま
つ
り
の
仮
装
行
列

に
参
加
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い

い
ま
す
。

　

平
成
28
年
の
「
お
六
流
し
」
に

は
、
約
１
、０
０
０
人
が
参
加
し

た
そ
う
で
す
（
平
成
29
年
は
豪
雨

の
た
め
中
止
）。
毎
年
、
参
加
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
人
も
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

昭
和
20
年
、
今
成
幸
一
六
日
町

長
よ
り
上
杉
景
勝
・
直
江
兼
続
両

武
将
の
誕
生
を
後
世
に
伝
え
、
町

お
こ
し
の
宣
伝
を
考
え
る
こ
と
を

六
日
町
文
化
連
盟
に
依
頼
し
ま
し

た
。
依
頼
を
受
け
た
六
日
町
文
化

連
盟
は
、
町
を
宣
伝
す
る
た
め
の

歌
の
作
成
を
決
め
、
昭
和
21
年

に
「
お
六
甚
句
」
が
誕
生
し
ま
し

た
。
作
詞
は
、
同
連
盟
の
山
田
親

一
、
桑
原
博
を
中
心
に
メ
ン
バ
ー

が
協
力
し
合
い
、
何
度
も
推す
い

敲こ
う

を

繰
り
返
し
な
が
ら
作
り
上
げ
ら
れ

て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
作
曲
は
嶋

田
国
吉
、
振
り
付
け
は
田
辺
万
次

郎
で
し
た
。

　

昭
和
32
年
、
温
泉
湧
出
に
よ
る

町
お
こ
し
の
一
つ
と
し
て
、
お
六

甚
句
が
レ
コ
ー
ド
化
さ
れ
、
新
た

な
振
り
付
け
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

翌
年
に
は
、「
週
刊
サ
ン
ケ
イ
」

の
全
国
民
謡
人
気
投
票
で
９
位
と

な
る
な
ど
人
気
が
高
ま
り
、「
お

六
流
し
」
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。（
写
真
１
）

　

作
詞
が
行
わ
れ
た
当
時
を
伝
え

る
逸
話
と
し
て
、
六
日
町
文
化
連

盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
山
㟢
新

一
家
に
は
、「
桑
原
博
さ
ん
が
頻

繁
に
家
を
訪
問
し
（
新
一
と
一
緒

に
）、
お
六
甚
句
を
作
詞
し
た
」

と
の
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
人
気
投
票
に
入
賞
し
た
こ
と

を
受
け
て
「
作
詞
者
と
し
て
私
は

心
か
ら
喜
悦
を
感
じ
た
」
と
新
一

自
身
が
家
記
録
に
残
し
て
い
ま

す
。
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まなびのひろば

写真１　お六流し
（昭和34年）

《
参
考
資
料
》

『
六
日
町
史
』
通
史
編
第
三
巻

『
直
江
兼
続
を
偲
ぶ
』

【
問
合
せ
】

社
会
教
育
課 

郷
土
史
編
さ
ん
係

☎
７
７
３
︲
２
１
９
７

　
「
み
な
み
う
お
ぬ
ま
」
第
十
五

号
を
販
売
し
て
い
ま
す
。内
容
は
、

資
料
紹
介
（
上
越
鉄
道
敷
設
運

動
）、
山
間
農
業
と
「
マ
ブ
」、
田

邉
忠
太
郎
と
日
清
・
日
露
戦
争
、

南
魚
沼
地
域
に
お
け
る
青
年
会
の

創
設
と
展
開
な
ど
で
す
。

販
売
価
格　
１
０
０
０
円

販
売
窓
口　
郷
土
史
編
さ
ん
係
、

大
和
・
中
央
・
塩
沢
公
民
館

※
『
み
な
み
う
お
ぬ
ま
』
は
、
第

十
五
号
を
持
ち
ま
し
て
終
了
と

な
り
ま
し
た
。
長
い
間
、
ご
愛

読
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た

『
み
な
み
う
お
ぬ
ま
』

第
十
五
号
販
売
中

【
問
合
せ
】

社
会
教
育
課 

郷
土
史
編
さ
ん
係

　
　
　
　
☎
７
７
３
︲
２
１
９
７


